
わ
し
て
違
い
を
認
識
し
、そ
こ
を
す
り
合
わ
せ

て
い
っ
て
こ
そ
、よ
り
よ
い
音
楽
を
表
現
で
き
る

と
思
う
の
で
。
そ
う
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

が
求
め
ら
れ
る
の
は
、音
楽
だ
け
に
限
ら
な
い

で
す
よ
ね
。
社
会
に
出
れ
ば
、職
場
や
地
域
に

あ
ん
な
人
も
こ
ん
な
人
も
い
る
な
か
で
、お
互

い
を
尊
重
し
、ど
う
力
を
合
わ
せ
る
か
話
し
合

わ
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
か
ら
」

　

違
い
を
認
め
合
う
こ
と
は
、石
井
先
生
が
勤

め
る
茅
ケ
崎
高
校
で
も
大
事
に
し
て
い
る
テ
ー

マ
だ
。同
校
は
２
０
１
６
年
度
に
、神
奈
川
県
の

「
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
教
育
実
践
推
進
校
」に
。
翌

２
０
１
７
年
度
よ
り
、一
般
入
試
の
ほ
か
、地
域

の
連
携
中
学
校
に
在
籍
す
る
知
的
障
が
い
の

あ
る
生
徒
の
入
学
者
選
抜
を
開
始
、そ
の
選

抜
で
入
学
し
た
生
徒
が
１
ク
ラ
ス
に
３
名
程
度

は
在
籍
す
る
な
か
で
、み
ん
な
で
学
び
合
う
体

制
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。
目
指
し
て
い
る
の
は
、

障
が
い
の
あ
る
な
し
に
か
か
わ
ら
ず
、一
人
ひ
と

り
が
自
分
を
出
す
こ
と
を
怖
が
ら
ず
、お
互
い

に
認
め
合
い
な
が
ら
学
ん
で
い
く
学
校
だ
。

　

と
す
れ
ば
、ど
ん
な
授
業
に
す
れ
ば
い
い
か
。

　

石
井
先
生
は「
音
楽
を
な
る
べ
く
み
ん
な
で

楽
し
む
」こ
と
を
ベ
ー
ス
に
し
た
い
と
い
う
。

 

「
生
徒
に
も
よ
く
言
う
ん
で
す
。
う
ま
く
歌
う

こ
と
や
、楽
器
を
上
手
に
演
奏
す
る
こ
と
が
、私

の
授
業
の
ゴ
ー
ル
で
は
な
い
よ
と
。
そ
れ
以
上
に
、

い
ろ
い
ろ
な
音
楽
の
楽
し
さ
を
知
っ
て
、一
生
音

楽
と
付
き
合
え
る
よ
う
に
な
っ
て
ほ
し
い
。学
習

指
導
要
領
で
い
う
と
こ
ろ
の『
音
楽
を
愛
好
す

る
心
情
を
育
む
』で
す
ね
。そ
し
て
音
楽
を
楽
し

い
と
思
う
か
ら
こ
そ
、お
の
お
の
が
発
信
も
し
た

く
な
っ
て
、お
互
い
の
違
い
に
気
付
き
、認
め
合
っ

て
い
く
面
白
さ
も
味
わ
っ
て
ほ
し
い
の
で
す
」

生徒を見取って授業をデザイン

豊かな人生を送るには、自分らしく力を発揮していくことに加え、生活を楽しんでいくことも大事なように思います。
そうした生きるうえでの総合的な力を、音楽とのふれあいを通して育もうとされている実践をご紹介します。

取材・文／松井大助
撮影／西山俊哉

 

「
音
楽
に
は
答
え
が
な
い
」と
石
井
先
生
は
思

っ
て
い
る
。
楽
譜
ど
お
り
に
歌
唱
や
演
奏
を
す

る
部
分
も
あ
る
が
、音
の
強
弱
や
リ
ズ
ム
な
ど

を
自
由
に
考
え
ら
れ
る
部
分
も
た
く
さ
ん
あ

る
。
そ
の
音
楽
を
ど
う
受
け
取
る
か
も
、個
々

の
自
由
だ
。

 

「
悲
し
い
と
き
に
聴
き
た
い
曲
が
み
ん
な
一
緒
か

と
い
え
ば
、そ
う
じ
ゃ
な
い
で
す
よ
ね
」

　

と
こ
ろ
が
、音
楽
は
、答
え
が
な
く
自
由
だ

か
ら
こ
そ
、生
徒
は
そ
れ
を
ど
う
感
じ
、ど
う

表
現
し
た
い
か
、表
に
出
す
の
を
怖
が
る
と
い
う
。

 

「
授
業
で
新
し
い
曲
を
歌
う
の
を
す
ご
く
怖

が
る
ん
で
す
。こ
れ
で
合
っ
て
い
る
か
な
、っ
て
」

　

こ
ん
な
ふ
う
に
表
現
し
た
ら
ど
う
か
と
思
っ

て
も
内
に
秘
め
た
ま
ま
で
、自
分
の
意
思
を
言

葉
に
す
る
の
が
苦
手
。
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
ス
タ
ン
プ

を
駆
使
し
、曖
昧
さ
を
残
し
て
や
り
取
り
す
る

の
は
得
意
だ
が
、対
面
で「
私
は
こ
う
思
う
」と

言
い
合
う
こ
と
に
は
慣
れ
て
い
な
い
。

 

「
み
ん
な
と
同
じ
で
い
な
い
と
不
安
に
な
る
ん

で
す
。
私
も
高
校
生
の
と
き
は
そ
ん
な
面
が
あ

っ
た
か
な
あ
、と
思
う
の
で
す
が
、も
っ
と
自
分

を
出
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
ほ
し
い
。『
こ
う
し
た

い
』『
私
は
こ
う
思
う
』と
言
葉
の
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー

ル
を
す
る
な
か
で
、お
互
い
の
考
え
や
感
性
の

違
い
に
気
付
け
た
ら
素
敵
で
す
し
、そ
の
う
え

で
自
分
と
相
手
の
違
い
を
認
め
合
っ
て
く
れ
る

と
い
い
な
、と
。
歌
唱
や
演
奏
で
も
、意
見
を
交

茅ケ崎高校（神奈川・県立）

自
分
を
出
す
こ
と
を
怖
が
ら
ず

違
い
を
認
め
合
え
る
よ
う
に

吹奏楽指導者コースのある音楽大
学を卒業後、神奈川県の２校の高
校で非常勤講師として２年間勤務。
正規採用となってからは、特別支援
学校での４年間の勤務を経て、現在
の茅ケ崎高校に。音楽の授業を担
当するほか、吹奏楽部と合唱部の
顧問も務めている。

音楽科
石井 舞先生

生
徒
に
対
す
る
想
い
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■ 茅ケ崎高校（神奈川・県立）

ル
ー
プ
ワ
ー
ク
も
行
う
。
名
前
の
順
に
５
〜
６

人
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
挑
戦
す
る
の
は
、一

人
ひ
と
り
が
異
な
る
リ
ズ
ム
で
手
拍
子
を
合
わ

せ
る
、リ
ズ
ム
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
だ
。

 

「
単
に
リ
ズ
ム
を
合
わ
せ
る
の
で
は
な
く
、『
並

び
方
を
工
夫
し
た
ら
音
は
ど
う
変
わ
る
？
』『
手

拍
子
に
強
弱
を
つ
け
た
ら
？
』『
何
で
も
い
い
か

ら
や
っ
て
み
よ
う
！
』と
、工
夫
し
て
み
る
こ
と

も
求
め
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、背
の
順
や
誕
生

日
順
に
並
ん
で
み
た
り
、男
女
男
女
で
並
ん
で

み
た
り
、各
自
が
体
を
上
下
さ
せ
て
列
を
動
か

し
な
が
ら
手
を
叩
い
た
り
と
、生
徒
た
ち
か
ら
い

ろ
い
ろ
な
ア
イ
デ
ア
が
出
て
く
る
ん
で
す
よ
」

　

全
体
歌
唱
で
は
、毎
回
、生
徒
が
聞
き
慣
れ

た
曲
か
ら
歌
い
、「
生
徒
を
の
せ
て
か
ら
」難
し

い
曲
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
。
曲
に
よ
っ
て
は
グ
ル
ー
プ

に
分
か
れ
て
、歌
詞
へ
の
想
い
の
込
め
方
や
、音

の
強
弱
な
ど
を
自
由
に
考
え
て
も
ら
う
。

　

５
月
後
半
か
ら
取
り
組
む
リ
コ
ー
ダ
ー
で
は
、

全
体
練
習
の
あ
と
、こ
ち
ら
も
グ
ル
ー
プ
別
の

練
習
へ
。
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
リ
ー
ダ
ー
を
決
め
、

そ
の
リ
ー
ダ
ー
が
テ
ス
ト
を
受
け
て
合
格
し
た

　

生
徒
が
音
楽
を
楽
し
み
、そ
の
な
か
で
自
分

も
出
せ
る
よ
う
、石
井
先
生
は
４
月
よ
り
、さ
ま

ざ
ま
な
切
り
口
で
授
業
の
場
を
温
め
て
い
く
。

　

机
の
並
び
は
二
列
の
コ
の
字
型
。
授
業
は
そ

の
周
り
を
ぐ
る
ぐ
る
歩
い
て
、雑
談
を
す
る
と

こ
ろ
か
ら
ス
タ
ー
ト
。
石
井
先
生
の
話
に
反
応

し
、生
徒
の
誰
か
が
疑
問
や
感
想
を
つ
ぶ
や
け

ば
、そ
れ
を
拾
っ
て
さ
ら
に
話
を
転
が
す
。

 

「
コ
の
字
の
机
を
歩
き
回
れ
ば
、ど
の
生
徒
と

も
近
距
離
で
話
せ
る
の
で
、そ
う
し
て
い
ま
す
。

生
徒
に
は『
よ
く
し
ゃ
べ
る
先
生
』と
思
わ
れ
て

い
ま
す
が
、実
は
雑
談
が
苦
手
で
す
。
で
も
、雑

談
で
も
い
い
か
ら
生
徒
に
発
言
し
て
ほ
し
い
ん

で
す
よ
。だ
か
ら
準
備
を
し
て『
し
ゃ
べ
ろ
う
と

し
て
い
る
』の
が
本
当
の
と
こ
ろ
で
す
」

　

入
学
し
て
間
も
な
い
最
初
の
授
業
か
ら
、グ

ら
他
の
生
徒
に
も
ポ
イ
ン
ト
を
伝
え
る
よ
う
に

す
る
こ
と
で
、生
徒
同
士
で
教
え
合
う
ム
ー
ド

を
高
め
、苦
手
な
子
の
サ
ポ
ー
ト
を
強
化
し
た
。

　

音
楽
鑑
賞
で
も
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
を
積
極
的

に
行
う
。
例
年
取
り
組
む
の
が『
動
物
の
謝
肉

祭
』の
鑑
賞
。ラ
イ
オ
ン
、亀
、カ
ン
ガ
ル
ー
な
ど

動
物
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
曲
が
続
く
組
曲
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
曲
の
題
名
を
伏
せ
た
う
え
で
、今

流
れ
て
い
る
曲
は
何
の
動
物
を
表
し
た
も
の
か
、

グ
ル
ー
プ
で
意
見
を
出
し
合
う
の
だ
。

 

「
こ
の
鑑
賞
で
は『
さ
っ
き
の
曲
は
ゾ
ウ
だ
っ
た

ね
』と
い
う
よ
う
に
正
解
が
あ
る
と
い
え
ば
あ

る
の
で
す
が
、曲
の
感
じ
方
は
や
は
り
人
に
よ
っ

て
違
う
ん
で
す
よ
。『
僕
は
こ
う
思
っ
た
』『
私
は

こ
う
思
っ
た
』と
い
ろ
い
ろ
な
意
見
が
出
て
、め

ち
ゃ
く
ち
ゃ
盛
り
上
が
り
ま
す
」

　

そ
う
し
て
音
楽
の
表
現
や
鑑
賞
を
み
ん
な

で
楽
し
ん
で
い
く
と
、音
楽
に
つ
い
て
意
見
を
出

し
合
う
こ
と
に
、生
徒
も
次
第
に
慣
れ
て
く
る
。

　

そ
こ
で
３
学
期
は
グ
ル
ー
プ
で
の
自
由
演
奏

に
挑
む
。全
授
業
を
使
い
、最
後
の
発
表
に
向
け

て
、全
体
の
構
想
か
ら
練
習
ま
で
、生
徒
が
自

分
た
ち
で
話
し
合
っ
て
作
品
を
仕
上
げ
る
の
だ
。

 

「
メ
ン
バ
ー
構
成
も
、楽
曲
も
、使
う
楽
器
も
、

誰
が
ど
の
パ
ー
ト
を
や
る
か
も
、全
部
自
由
で

す
。
何
人
か
で
演
奏
し
た
あ
と
ピ
ア
ノ
を
ソ
ロ

で
弾
く
な
ど
、２
回
出
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
」

　

授
業
が
始
ま
る
と
、生
徒
た
ち
は
グ
ル
ー
プ

ご
と
に
音
楽
室
や
音
楽
準
備
室
に
散
ら
ば
り
、

話
し
合
い
や
練
習
に
入
る
。
石
井
先
生
は
と
い

え
ば
、「
周
り
を
う
ろ
う
ろ
し
て
、意
見
を
求
め

ら
れ
た
と
き
だ
け
ア
ド
バ
イ
ス
し
ま
す
」。

 

「
発
表
の
日
を
迎
え
る
と
、生
徒
は
一
生
懸
命

演
奏
す
る
の
で
す
が
、正
直
こ
の
と
き
は
演
奏

の
技
術
は
そ
れ
ほ
ど
見
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
よ

り
も
重
視
し
て
い
る
の
は
、発
表
に
至
る
ま
で

の
過
程
で
す
。
音
楽
に
向
か
う
姿
勢
や
チ
ー
ム

ワ
ー
ク
は
ど
う
だ
っ
た
か
。
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
が
良

い
と
、結
果
的
に
演
奏
も
間
違
い
な
く
良
く
な

る
ん
で
す
け
れ
ど
ね
」

　

チ
ー
ム
に
よ
っ
て
は
、話
し
合
い
が
難
航
し
た

り
、一
部
の
生
徒
が
ボ
ー
ッ
と
し
た
り
す
る
こ
と

も
あ
る
。
そ
ん
な
と
き
、石
井
先
生
は
見
守
る

こ
と
に
努
め
る
そ
う
だ
。
す
る
と
た
い
て
い
、生

徒
同
士
で
壁
を
乗
り
越
え
て
い
く
。

 

「
生
徒
た
ち
は
他
教
科
の
授
業
で
も
グ
ル
ー
プ

ワ
ー
ク
を
結
構
や
っ
て
い
る
の
で
、こ
の
こ
ろ
に

は
も
う
そ
う
し
た
活
動
に
な
じ
ん
で
い
る
ん
で

す
。
だ
か
ら
自
由
演
奏
の
授
業
が
成
り
立
つ
、

と
い
う
側
面
は
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
入
学

当
初
は
重
い
腰
が
な
か
な
か
上
が
ら
な
い
生
徒

も
い
ま
す
が
、気
持
ち
が
の
っ
て
く
れ
ば
、自
分

た
ち
で
走
り
だ
せ
る
子
ど
も
た
ち
な
の
で
」

発
言
や
表
現
の
工
夫
を

み
ん
な
で
楽
し
ん
で
い
く

リコーダーの全体練習でも、石井先生は生徒の机の周りを巡
って一人ひとりの状況を確認する。机を二列にしてくっつけて
いるので、隣や前後の生徒同士でも相談しやすい。

最初の授業で行うBIRTHDAYリズムアンサンブル。0～9の
数字に異なるリズムが割り振られていて、生徒それぞれが自分
の生年月日の数字を手拍子で表現し、音を重ねる。

授業での雑談。家で飼い出したカメレオンの写真を生徒に見
せて回りながら、「名前は〇〇で」「その由来はこうで」「こんなし
ぐさが可愛くて」と楽しそうに語る石井先生。

誰
と
何
を
ど
う
演
奏
す
る
か

生
徒
た
ち
自
身
で
考
え
る

授
業
の
実
践

教育方針は「民主的な社会の形成者として必要な資質
の向上をはかり、心身共に健康な教養ある人物の育成
につとめる」。2016年度に神奈川県の「インクルーシブ
教育実践推進校」に指定され、翌2017年度より、地域
の中学校と連携し、その連携校に在籍する知的障がい
のある生徒の入学者選抜を実施。障がいのあるなしにか
かわらず、「すべての生徒にとって居心地のよい学校・学
級づくり」を推し進めている。

普通科／1948年創立
生徒数（2018年度）　948人（男子448人・女子500人）
進路状況（2016年度実績）
大学200人・短大38人・専門学校／各種学校65人
就職10人・その他41人
〒253-0042　神奈川県茅ヶ崎市本村３丁目４番１号

 0467-52-2225
 http://www.chigasaki-h.pen-kanagawa.ed.jp/
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HINT＆TIPS

　

石
井
先
生
が
教
師
を
目
指
し
た
の
は
、吹

奏
楽
部
の
顧
問
に
な
り
た
い
、と
思
っ
た
か
ら
だ

っ
た
。
中
学
・
高
校
時
代
は
吹
奏
楽
部
の
部
長
。

仲
間
と
話
し
合
い
な
が
ら
演
奏
を
ま
と
め
あ

げ
る
こ
と
に
苦
戦
す
る
も
、そ
の
体
験
を
通
し

て
自
分
た
ち
が
成
長
で
き
た
の
も
感
じ
た
。
今

度
は
自
分
が
、そ
う
し
た
生
徒
た
ち
に「
寄
り

添
っ
て
い
く
顧
問
」に
な
り
た
い
と
思
っ
た
の
だ
。

　

音
大
卒
業
後
、２
年
間
、非
常
勤
講
師
を
務

め
る
。う
ち
１
校
は
、教
室
に
行
く
と
、生
徒
が

立
ち
歩
い
て
い
た
り
、お
化
粧
し
て
い
た
り
、お

弁
当
を
食
べ
た
り
し
て
い
る
学
校
だ
っ
た
。

　

そ
こ
で
の
経
験
が
今
に
生
き
て
い
る
と
い
う
。

 

「
生
徒
た
ち
が
自
分
の
感
情
に
素
直
だ
っ
た
ん

で
す
。
楽
し
い
と
感
じ
れ
ば
心
か
ら
音
楽
を
楽

し
む
し
、嫌
な
も
の
は
嫌
。こ
の
子
た
ち
の
興
味

を
ど
う
す
れ
ば
引
き
出
せ
る
か
考
え
ま
し
た
」

　

そ
の
な
か
で
、生
徒
か
ら
好
き
な
曲
を
募
り
、

そ
れ
を
聴
い
て
感
想
を
出
し
合
っ
た
り
、創
意
工

夫
し
て
歌
う
こ
と
に
挑
む
と
、普
段
は
座
学
を

嫌
が
る
よ
う
な
生
徒
も
自
ら
考
え
、意
見
を
出

す
よ
う
に
な
る
の
を
目
の
当
た
り
に
す
る
。
石

井
先
生
の
授
業
で
は
、生
徒
が
楽
し
い
と
思
え

る
音
楽
を
自
分
た
ち
で
考
え
、発
信
し
合
っ
て

形
に
し
て
い
く
こ
と
を
志
向
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

正
規
採
用
と
な
り
、ま
ず
配
属
さ
れ
た
の
が

特
別
支
援
学
校
。
肢
体
不
自
由
で
一
日
の
大
半

を
横
に
な
っ
て
過
ご
す
生
徒
や
、目
が
見
え
な
い

生
徒
や
耳
が
聴
こ
え
な
い
生
徒
と
向
き
合
っ
た
。

 

「
恥
ず
か
し
な
が
ら
最
初
は
、こ
の
学
校
で
自

分
に
何
が
で
き
る
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
」

　

複
数
担
任
制
の
も
と
、生
徒
の
卒
業
後
の

自
立
を
見
す
え
て
、幅
広
い
活
動
に
携
わ
る
こ

と
に
な
っ
た
。ト
イ
レ
や
車
椅
子
の
使
い
方
を
身

に
つ
け
る
た
め
の
支
援
。
音
楽
や
運
動
に
ふ
れ

て
余
暇
の
楽
し
み
方
を
学
ん
で
い
く
取
り
組
み
。

　

音
楽
の
授
業
で
は
、障
が
い
の
あ
る
生
徒
た

ち
に「
い
か
に
音
楽
を
感
じ
さ
せ
る
か
」に
知
恵

を
絞
っ
た
と
い
う
。
ピ
ア
ノ
を
弾
く
と
き
に
、耳

が
聴
こ
え
な
い
生
徒
に
鍵
盤
を
さ
わ
ら
せ
る
と
、

大
変
喜
び
、以
降
は
そ
れ
を
楽
し
み
に
す
る
よ

う
に
な
っ
た
。授
業
の
始
ま
り
と
終
わ
り
に
、毎

回
、同
じ
曲
を
歌
う
よ
う
に
す
る
と
、始
ま
り

の
歌
が
流
れ
る
と
目
を
か
が
や
か
せ
、終
わ
り

の
歌
に
な
る
と
泣
き
出
す
生
徒
が
現
れ
た
。

 

「
音
楽
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
、そ
の
根
本
を

学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
あ
あ
、

音
楽
っ
て
人
の
心
の
奥
深
く
に
響
く
も
の
な
ん

だ
、と
純
粋
に
感
じ
ま
し
た
か
ら
」

　

そ
の
音
楽
の
力
を
も
っ
て
、み
ん
な
で
表
現

す
る
こ
と
や
鑑
賞
を
す
る
こ
と
を
楽
し
み
、そ

の
取
り
組
み
を
通
し
て
生
徒
の
成
長
を
促
し

た
い
。
異
動
し
て
今
の
茅
ケ
崎
高
校
に
来
て
か

ら
も
、そ
の
思
い
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。

授
業
が
で
き
る
ま
で

思
考
や
感
情
に
ダ
イ
レ
ク
ト
に
響
く

音
楽
の
力
を
肌
で
感
じ
て

■ INTERVIEW

歌うときは「歌詞」「曲想」「姿勢」「元気のよさ」などを意識しよう、
と石井先生。それらを意識してみんなで歌うと、表現の質がグッ
と高まるのを実感できる場でもある。

「グループワークが楽しい」という生徒たち。基礎の知識を身に
つければ、音の強弱やリズムを変えてみよう、などと、自分たち
で話し合って工夫できる、というのも音楽の魅力だ。

1 生徒が発言や挑戦をしやすい場になるよう
授業の進行やテストの仕方を工夫する

授業では雑談から生徒との会話を広げ、音楽の知識を問う際は
生徒が間違っても「それも素敵だね」と共感の思いを示す。歌の
テストは苦手な生徒が人前で恥をかかないよう準備室で一人ず
つ行うが、評価の観点を「曲想」「元気」などと事前に明確に示
して全員に「100％の力を出し切って」と求めていく。

2 聴き手のマナーや発表者のマナーを大事にし
表現を楽しむための場づくりを全員でする

グループ発表では、聴き手の生徒に「拍手で迎えて発表中はち
ゃんと観て、終わったら拍手」といったマナーを、発表する生徒に
は「始めと終わりにお辞儀を、発表は真剣に」といったマナーを
説く。みんなで場づくりをして、表現しやすい空間、表現をきちん
と受け止めてもらえる空間にするためだ。

3 生徒が日常でふれる音楽と授業をリンク
音楽をより豊かに楽しめるようにする

石井先生の授業では、生徒たちが自分たちの好きな曲で、歌唱
や演奏の工夫に挑戦することもある。また、修学旅行で訪れる
沖縄で三線にふれる予定なので、音楽の授業でも、沖縄の音
階や三線を扱う。そうすると日常でふれていく音楽をこれまで以
上に多角的に楽しめるようになるからだ。

4 やってみたらこんなに楽しいんだという体験を教師がまず蓄積、生徒とシェアする

授業でリコーダーや三線を扱うにあたり、石井先生はまず自分が
音楽教室に通うなどして、やってみる楽しさを体験。授業でその
体験談も共有しながら、生徒にも「これまでふれたことのないも
のでも、興味をもってやってみる」ことを促し、いろいろな音楽と
出会う楽しさを感じてもらおうとしている。

　石井先生とは、障がいの有無や個性の違いにかかわらず、どうすればお
互いが認め合いながら学べる環境にできるかをよく話しています。例えば
生徒の中には、各教科の楽しさにふれる前に「今何をすればいいかわから
なくて」躓いている子がいます。だから「今やることをその都度マグネット板
で提示し、誰もが授業に参加しやすくなるようにしよう」とか。
　理想どおりにはいかないこともあります。音楽の授業では全員で意見を
出し合って同じ課題に取り組むことをしていますが、数学では難しいことが
あるんです。四則演算で躓いている子がグループの議論についていけ
ず、苦い思いをしたり。そうしたときは個別指導に切り替えます。
　ただ、わからないからと教員が先回りしすぎると、生徒が「一緒に学びた
い」と思っていた場合はその時間を奪うことになるんですね。その生徒の
将来を見すえたとき、どの選択がよいのか。一つの正解だけではないはず
で、生徒と保護者と教員みんなで納得解を探っていきたいです。

数学
市川洋介先生

認め合える学びのあり方について
正解というよりも納得解を探りたい
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思い描いている授業のあり方

目指す
生徒像

校内のインクルーシブ教育推進

● 思いを伝え合ってお互いの違いを認め合うことができ、
 協働が必要ならば意見調整をして力を合わせることもできる
● 生涯にわたり音楽と楽しく付き合うことができ、人生をより豊かなものにしていける

共生社会について、生徒が自ら考え学
ぶ機会（講演会や体験学習）の創出

組織的な授業改善（見てわかる支援
の充実など）

生徒が特別な支援を必要とするときに
利用できるリソースルームの設置

音楽の授業

・ 生徒同士で（音楽について）思ったことを伝え合い、違いを認め合う
・ グループワークで（音楽を）どのように表現するか、自分たちで考え、意見を
出し合い、一つの形にまとめていく

・ いろいろな音楽を表現することや鑑賞することの楽しさにふれる
・ 音楽を一人ではなく、なるべくみんなで一緒に楽しむ

他教科の
授業の活動と
結びつく体験

音楽の授業
ならではの体験

「みんなで音楽をやるのって楽しい」という感覚を
生徒同士で活動するためのエネルギーにして

に
ぎ
や
か
す
ぎ
る
ほ
ど
で
、か
と
思
え
ば
歌
唱
や

演
奏
の
と
き
は
び
っ
く
り
す
る
ほ
ど
真
剣
だ
。

　

課
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
リ
コ
ー
ダ
ー
の

演
奏
で
は
、今
年
度
の
１
年
生
に
全
体
練
習
に

つ
い
て
こ
ら
れ
ず
固
ま
っ
た
生
徒
が
い
た
。

 

「
授
業
の
事
前
事
後
の
フ
ォ
ロ
ー
も
考
え
な
け

れ
ば
と
思
い
ま
し
た
。
た
だ
、授
業
中
に
そ
の
生

徒
だ
け
別
の
課
題
を
さ
せ
た
く
は
な
い
ん
で
す
。

数
学
の
よ
う
に
個
別
指
導
が
効
果
的
な
教
科

も
あ
り
ま
す
が
、音
楽
は一
人
で
や
る
よ
り
、み
ん

な
で
や
っ
た
ほ
う
が
楽
し
い
で
す
か
ら
」

　

石
井
先
生
自
身
の
課
題
も
あ
る
と
い
う
。

 

「
教
員
な
り
た
て
の
こ
ろ
は
特
別
支
援
の
研
修

を
中
心
に
受
け
て
い
た
の
で
、音
楽
の
教
材
研

究
が
ま
だ
足
り
な
い
ん
で
す
。
生
徒
に
は
い
ろ
い

ろ
な
ジ
ャ
ン
ル
・
地
域
の
音
楽
に
ふ
れ
さ
せ
た
い

し
、ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
や
三
線
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
楽

器
も
体
験
さ
せ
た
い
。
そ
の
た
め
に
も
、ま
ず
は

　

３
学
期
の
自
由
演
奏
。
各
チ
ー
ム
の
練
習
が

佳
境
を
迎
え
る
こ
ろ
に
は
、生
徒
同
士
で
話
し

合
う
姿
も
だ
い
ぶ
様
に
な
っ
て
く
る
。
困
っ
て
い

な
い
か
と
石
井
先
生
が
声
を
か
け
て
も「
自
分
た

ち
で
や
る
の
で
」と
袖
に
さ
れ
た
り
す
る
。
女
子

が
男
子
に「
こ
こ
ち
ゃ
ん
と
や
っ
て
よ
」と
注
文
を

つ
け
た
か
と
思
え
ば
、男
子
が「
僕
は
こ
う
思
っ

た
か
ら
」と
反
論
す
る
こ
と
も
。

 

「
そ
う
い
う
姿
を
見
る
と
、君
た
ち
１
年
間
が
ん

ば
っ
て
き
た
ね
、と
嬉
し
く
な
り
ま
す
」

　

音
楽
の
授
業
を
２
年
次
も
選
択
し
た
生
徒

は
さ
ら
に
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
。
授
業
冒
頭
の
雑
談
は

私
の
な
か
に『
興
味
を
も
っ
て
や
っ
て
み
た
ら
こ

ん
な
に
楽
し
い
ん
だ
』と
思
え
る
も
の
を
、も
っ
と

増
や
し
た
い
で
す
」

　

そ
の
体
感
し
た
音
楽
の
楽
し
さ
を
授
業
で
も

届
け
ら
れ
れ
ば
、生
徒
た
ち
の
創
意
工
夫
し
よ

う
と
す
る
意
欲
も
一
層
高
ま
る
と
考
え
て
い
る
。

 

「
生
徒
た
ち
の
発
想
に
泣
か
さ
れ
た
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
あ
る
曲
の
最
後
の
ワ
ン
フ
レ
ー
ズ
を
、

伴
奏
で
誘
導
も
し
て
い
な
い
の
に
、み
ん
な
が
す

っ
ご
く
優
し
く
歌
っ
た
ん
で
す
。
な
ん
て
感
性
豊

か
な
子
た
ち
だ
ろ
う
、っ
て
。
音
楽
と
い
う
の
は
、

ふ
れ
て
な
く
て
も
受
験
や
就
職
に
は
困
ら
な
い

だ
ろ
う
け
れ
ど
、ふ
れ
て
い
け
ば
生
活
が
よ
り
楽

し
く
な
る
も
の
だ
と
思
う
ん
で
す
。
お
い
し
い
も

の
を
食
べ
た
り
、き
れ
い
な
も
の
を
見
た
り
し
た

と
き
に
感
動
す
る
だ
け
で
な
く
、音
楽
に
も
心

震
わ
す
人
に
な
っ
て
、人
生
を
よ
り
豊
か
な
も
の

し
て
い
っ
て
ほ
し
い
で
す
」

生
徒
は
こ
う
変
わ
る

意
見
調
整
や
創
意
工
夫
を

真
剣
に
楽
し
む
よ
う
に

■ INTERVIEW

――４月５月でどんな授業が印象に残っていますか？
「グループに分かれて、手拍子で誕生日のリズムを取る授業です」
「０から９まで、タタンとかそれがリズムが決まっていて、自分の生年月
日をそのリズムに当てはめて手を叩いて。それをグループで一緒にや
るんです」
「ほかのクラスのまだ話したことのない人ともやったりして、楽しかった
です」
――初対面の人と話すのは緊張しない？
「緊張します。でもリズムでやることがあったから。せーの、で」
――カラオケで歌うのと、授業で歌うのって、何か違います？
「授業のほうが、なんか、むわーってくるものがあります」（体の中を何
かが込み上げるような手ぶりを交えながら）
「授業だとみんなでより意識するからじゃない？姿勢とか。歌い方とか」
「カラオケと違ってほぼ地声だけで（どう表現するかを）やるしね」
――中学校で受けた音楽の授業とは、変わったところはありますか？
「全然違います。中学のときは、机もバラバラで横の人とも相談でき
なくて、先生からやってください、といわれたらやって。終わりです、とい
われたら終わる感じでした」
「石井先生はめっちゃ話しかけてくるしね。なんか笑いをとろうとしてくる」
「リズムとか音とか、わからなかったりしたらすぐ聞いたりできます」
――これまで音楽が苦手だった人はいますか？
「私は苦手でした。美術も書道も苦手だったので音楽にして。でも今
の授業は楽しいです。みんなとできるからかな。話し合いとかグループ
ワークが多いんです」

みんなで話して、意識し合って
音楽に取り組むのが楽しい

１年７組の皆さん
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